
昭
和
二
十
年
終
戦 

 

 
 

有
明
海
陣
地
に
て 

 

我
出
征
の
日
、
泰
元
謙
譲
と
も
に
病
む 

 

 

《
昭
和
二
十
年
、
榮
助
は
三
つ
目
の
赴
任
校
で
あ
る
塩
崎
国
民
学
校
教
師
で
あ
っ
た
。 

時
代
は
小
学
校
の
名
前
ま
で
変
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
日
米
友
好
の
青
い
目
の 

人
形
排
斥
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
、
榮
助
も
校
長
の
命
に
よ
り
、
青
い
目
の
人
形

を
燃
や
し
た
、
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
種
の
兵
士
の
告
白
は
傍
証
無
し
で
は
信
ず
る

事
は
出
来
ず
、
真
偽
の
ほ
ど
は
判
ら
な
い
。 

 

戦
争
経
験
者
の
体
験
談
を
真
実
と
し
て
一
も
二
も
無
く
信
ず
る
風
潮
が
あ
る
が
、
彼

ら
に
悪
気
は
無
く
と
も
真
実
を
語
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
証
人
の
語
る
事
が
絶
対

に
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
裁
判
に
弁
護
人
だ
検
事
だ
な
ど
は
要
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
十
年
六
月
、
榮
助
は
甲
府
の
東
部
六
三
部
隊
に
召
集
さ
れ
る
。
三
十
一
歳
、

子
持
ち
の
老
兵
で
あ
っ
た
。
東
部
六
三
部
隊
は
米
軍
の
九
州
進
攻
作
戦
の
際
、
上
陸
地

点
と
な
る
事
が
予
想
さ
れ
た
有
明
海
沿
岸
防
衛
の
任
に
就
い
た
。》 

 ゆ
く
夏
の
海
へ
落
月
子
等
は
は
や 

読
み
＝
ゆ
く
な
つ
の 

う
み
へ
ら
く
げ
つ 

こ
ら
は
は
や 

季
語
＝
夏 

ま
た
は 

ゆ
く
夏
（
夏
） 

出
征
の
時
の
子
供
達
の
病
気
は
か
な
り
重
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
こ
の
句
は
、
自
分

の
運
命
と
共
に
子
供
達
の
命
を
心
配
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

 

米
軍
の
九
州
進
攻
作
戦
＝
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
作
戦
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
一
日
に
予
定

さ
れ
て
い
た
が
、
八
月
十
五
日
戦
争
は
終
わ
っ
た
。 

内
地
に
い
た
せ
い
も
あ
り
、
榮
助
は
原
爆
の
惨
禍
の
長
崎
、
広
島
を
経
て
九
月
早
々

に
復
員
す
る
。 

  

 
 

九
月
二
日
復
員
、
九
日
二
男
謙
譲
逝
く
一
歳
六
ケ
月 

お
く
つ
き
に
し
た
ゝ
る
星
座
秋
隣
る 

読
み
＝
お
く
つ
き
に 

し
た
た
る
せ
い
ざ 

あ
き
と
な
る 

季
語
＝
秋
（
秋
） 

お
く
つ
き
＝
奥
津
城
は
、
仏
教
で
は
あ
る
特
別
な
領
域
に
あ
る
墓
、
の
意
味
。 

復
員
七
日
後
に
次
男
謙
譲
の
死
に
遭
う
。
謙
譲
は
父
を
待
っ
て
旅
立
っ
て
行
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
親
に
と
っ
て
子
の
墓
と
い
う
の
は
特
別
の
場
所
で
あ
ろ
う
。
そ
の
墓
の
上

に
秋
の
星
空
。
秋
の
星
空
と
い
う
の
は
明
る
い
星
や
著
名
の
星
座
が
少
な
く
、
割
合
に

淋
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
天
体
観
測
に
趣
味
が
な
い
黙
榮
の
考
察
に
は
入
っ
て
い

な
い
で
あ
ろ
う
。。 

敗
戦
、
復
員
、
子
の
死
、
と
い
う
激
動
の
中
、
感
慨
深
い
秋
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

秋
海
棠
咲
け
ば
偲
ば
る
子
と
な
り
し 

読
み
＝
し
ゅ
う
か
い
ど
う 

さ
け
ば
し
の
ば
る 

こ
と
な
り
し 

季
語
＝
秋
海
棠
（
秋
） 

前
の
句
に
比
べ
る
と
一
段
調
子
を
下
げ
た
句
で
あ
る
。
万
葉
集
に
あ
る
長
歌
・
反
歌

の
関
係
を
意
識
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 
九
月
初
旬
な
ら
秋
海
棠
は
咲
き
初
め
で
あ
る
。
庭
の
木
犀
の
木
の
下
あ
た
り
に
秋
海

棠
の
群
落
が
あ
っ
た
。 

 

 



 

  

黙
栄
の
対
に
な
っ
た
葬
送
の
句
、
そ
の
二
で
あ
る
。 

 

『
お
く
つ
き
に
し
た
ゝ
る
星
座
秋
隣
る
』 

『
秋
海
棠
咲
け
ば
偲
ば
る
子
と
な
り
し
』 

    

農
被
れ
雨
の
昼
餉
の
田
螺
汁 

読
み
＝
の
う
づ
か
れ 

あ
め
の
ひ
る
げ
の 

た
に
し
じ
る 

季
語
＝
田
螺
（
秋
） 

 

田
螺
は
歳
時
記
で
は
春
季
で
あ
る
が
黙
榮
は
敢
え
て
秋
季
と
し
て
使
っ
て
い
る
。 

実
際
に
黙
榮
の
生
活
の
中
で
田
螺
汁
は
断
固
と
し
て
秋
の
も
の
で
あ
る
。 

 

甲
州
方
言
で
は
田
螺
は
『
つ
ぼ
＝
つ
に
ア
ク
セ
ン
ト
』
で
あ
る
。
次
の
句
の
よ
う
に
、

稲
刈
り
の
終
わ
っ
た
田
ん
ぼ
で
つ
ぼ
を
掘
る
の
は
子
共
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
田

植
え
や
草
取
り
の
時
に
付
い
た
足
跡
の
指
や
踵
を
狙
っ
て
竹
ベ
ら
や
棒
き
れ
で
掘
る
。

小
さ
な
バ
ケ
ツ
一
杯
も
掘
っ
た
つ
ぼ
は
良
く
洗
い
、
清
水
で
泥
を
吐
か
せ
た
後
味
噌
汁

に
す
る
。
出
汁
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
巻
貝
の
実
も
楊
枝
で
掘
り
出
し
て
食
べ
る
。
九

十
九
里
の
海
で
採
れ
る
ナ
ガ
ラ
ミ
に
似
て
い
る
が
、
よ
り
濃
厚
で
ち
ょ
っ
と
ぬ
ら
っ
と

す
る
野
趣
の
あ
る
味
で
あ
る
。 

  

田
螺
掘
る
童
に
八
ヶ
岳
全
貌
を 

読
み
＝
た
に
し
ほ
る 

こ
に
や
つ
が
た
け 

ぜ
ん
ぼ
う
を 

季
語
＝
田
螺
（
秋
） 

こ
の
句
は
左
の
句
に
訂
正
戦
を
引
く
事
無
し
に
脇
に
書
か
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ど

っ
ち
に
す
る
か
悩
ん
だ
ま
ま
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

『
田
螺
掘
る
童
に
八
ヶ
岳
曇
り
な
し
』 

 

 

  
榮
助
は
、
内
折
れ
帽
子
に
脚
絆
巻
と
凛
凛
し
い
。 

 

榮
助
は
若
い
時
か
ら
坊
主
刈
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
帽
子
を
愛
用
し
た
。
坊
主
刈
り

の
理
由
は
か
な
り
強
い
天
然
パ
ー
マ
に
あ
っ
た
、
と
い
う
説
が
あ
る
が
定
か
で
な
い
。 

 

脚
絆
＝
ゲ
ー
ト
ル
は
軍
隊
仕
込
み
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
時
代
が
下
が
っ
て
も
巻
い
て

い
た
。 

 

 

榮
助
次
男
謙
譲 

ア
ル
バ
ム
に
黒
枠
付
き
で
貼
っ
て
あ
る
写

真
。 支

え
て
い
る
の
は
祖
母
は
つ
と
思
わ
れ
る

が
、
先
の
出
征
前
の
写
真
と
は
別
の
日
の
撮

影
の
よ
う
で
あ
る
。 

節
季
や
お
盆
の
謙
譲
へ
の
陰
膳
は
私
が
物

ご
こ
ろ
つ
い
て
か
ら
も
続
け
ら
れ
た
。 

こ
の
句
の
童
は
泰
元
で
あ

る
が
、
写
真
は
良
知
の
「
つ

ぼ
と
り
姿
」、
バ
ケ
ツ
と
木
の

棒
で
あ
る
。
つ
ぼ
と
り
は
一

番
小
さ
い
子
の
担
当
で
、
成

長
に
伴
い
、
複
雑
か
つ
力
が

要
る
仕
事
に
移
っ
て
い
く
。 

昭
和
二
十
八
年
頃
、
山
本
田

ん
ぼ
に
下
る
小
道
。 



あ
ま
ば
れ
の
風
吹
き
十
寒
月
澄
め
り 

読
み
＝
あ
ま
ば
れ
の 

か
ぜ
ふ
き
じ
っ
か
ん 

つ
き
す
め
り 

季
語
＝
月
（
秋
） 

十
寒
は
論
語
の
一
暴
十
寒
（
一
日
温
め
十
日
冷
や
す
）
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
ば
れ

の
、
と
あ
る
の
で
雨
上
が
り
の
良
い
天
気
と
思
わ
れ
る
が
、
あ
ま
ば
れ
の
風
吹
き
十
寒
、

と
受
け
て
い
る
の
で
、
秋
の
雨
上
が
り
の
暖
か
い
好
天
も
束
の
間
、
風
が
吹
い
て
ま
た

寒
く
な
り
、
月
も
澄
ん
で
見
え
る
、
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
か
。 

 

と
、
こ
こ
に
十
寒
は
論
語
か
ら
、
な
ど
と
さ
り
げ
な
く
書
い
て
い
る
が
、
実
は
こ
の

解
説
編
を
書
く
に
は
、
図
書
館
通
い
含
め
て
随
分
と
調
べ
て
の
末
な
の
で
あ
る
。 

 

古
典
が
好
き
だ
っ
た
榮
助
は
、
普
段
の
会
話
で
も
聞
い
た
事
も
無
い
言
葉
を
使
い
、

機
嫌
が
良
け
れ
ば
解
説
し
て
く
れ
た
が
、
酔
っ
た
時
な
ど
は
そ
れ
を
聞
き
返
す
と
「
ほ

ん
な
事
も
知
ら
ん
だ
か
、
つ
ま
ら
ん
本
ば
か
読
ん
で
て
古
典
を
読
ま
ん
か
ら
だ
」
と
罵

倒
さ
れ
た
。 

日
本
史
で
は
南
北
朝
が
好
き
で
、
後
醍
醐
天
皇
に
就
い
て
語
り
始
め
た
り
し
た
ら
止

ま
ら
な
か
っ
た
。
但
し
話
を
合
わ
せ
る
に
は
『
増
鏡
』
く
ら
い
読
ん
で
な
い
と
駄
目
で
、

い
い
加
減
に
合
わ
せ
て
い
る
と
た
ち
ま
ち
鍍
金
を
剥
が
さ
れ
、「
三
鏡
く
れ
え
読
め
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

榮
助
は
私
に
は
、
文
学
部
に
進
ん
で
日
本
文
学
研
究
の
道
に
進
ん
で
欲
し
か
っ
た
。、

そ
れ
で
な
け
れ
ば
せ
め
て
趣
味
で
良
い
か
ら
自
分
と
対
等
に
語
れ
る
く
ら
い
に
な
っ
て

欲
し
い
、
と
い
う
い
ら
だ
ち
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

私
は
工
学
部
で
化
学
を
専
攻
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
教
科
書
や
参
考
書
も
、
榮
助
の
機

嫌
に
よ
っ
て
は
つ
ま
ら
ん
本
と
し
て
罵
倒
さ
れ
る
対
象
に
な
っ
た
。 

 

 
   

 

秋
耕
や
八
ヶ
岳
風
雲
を
ま
と
い
た
つ 

読
み
＝
し
ゅ
う
こ
う
や 

や
つ
ふ
う
う
ん
を 

ま
と
い
た
つ 

季
語
＝
秋
耕
（
秋
） 

 

 

  

藤
井
田
圃
か
ら
の
晩
秋
の
八
ヶ
岳
。 

白
い
の
が
主
峰
の
赤
岳 

八
ヶ
岳
は
独
立
峰
で
雲
が
出
や
す
い
。 

特
に
西
高
東
低
の
冬
型
の
気
圧
配
置
に

な
る
と
頂
上
を
覆
う
雲
に
ま
と
い
つ
か

れ
る
。
そ
う
な
る
と
、.

八
ヶ
岳
颪
と
い
う

冷
た
い
北
風
が
藤
井
田
ん
ぼ
を
駆
け
下

る
こ
と
に
な
る
。 

八
ヶ
岳
颪
が
吹
く
と
野
良
仕
事
は
寒

く
つ
ら
い
の
で
、
八
ヶ
岳
に
雲
が
懸
か
る

か
ど
う
か
は
、
秋
か
ら
冬
の
百
姓
の
重
大

関
心
事
で
あ
る
。 

 

こ
の
写
真
は
二
〇
〇
九
年
頃
の
撮
影
、

右
端
に
新
設
の
北
東
小
学
校
が
映
っ
て

い
る
。 

悪
口
の
天
才
、
榮
助
は
こ
の
学
校
の
天

文
台
ま
で
あ
る
立
派
な
校
舎
の
事
を
「
金

の
鳥
籠
に
雀
を
入
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と

評
し
た
。 

   



麦
蒔
き
の
飼
葉
を
き
ざ
む
榾
明
り 

読
み
＝
む
ぎ
ま
き
の 

か
い
ば
を
き
ざ
む 

ほ
た
あ
か
り 

季
語
＝
麦
蒔
き
（
冬
） 

榾
＝
ほ
た
、
囲
炉
裏
や
竈
に
く
べ
る
焚
き
木
の
事
。
榾
明
り
は
そ
の
火
の
灯
り
の
事
。

早
朝
の
風
景
で
あ
ろ
う
。
外
の
竈
の
火
を
灯
り
と
し
て
麦
蒔
き
の
畝
立
て
の
主
役
で
あ

る
牛
（
馬
で
は
な
か
っ
た
）
の
朝
食
の
準
備
を
し
て
い
る
。 

椚
（
く
ぬ
ぎ
）
の
古
い
株
（
台
木
＝
で
え
ぎ
）
か
ら
出
た
十
五
年
位
の
若
い
幹
を
根

元
か
ら
切
っ
て
切
り
整
え
、
割
っ
て
薪
と
し
、
販
売
と
自
家
用
の
両
方
に
使
っ
て
い
た

が
、
そ
の
薪
を
作
る
に
当
た
っ
て
は
大
量
の
小
枝
が
出
る
。
こ
の
小
枝
を
ボ
ヤ
と
称
し
、

囲
炉
裏
や
竈
の
焚
き
付
け
や
竈
の
一
時
的
火
力
増
強
に
使
っ
た
。
他
に
も
剪
定
で
落
と

し
た
果
樹
の
枝
、
大
量
に
出
る
蚕
に
与
え
た
後
の
桑
の
枝
、
田
ん
ぼ
や
畑
周
り
に
あ
る

灌
木
な
ど
当
時
の
農
家
で
は
、
竈
や
焚
火
で
燃
や
す
も
の
に
は
事
欠
か
な
か
っ
た
。
ま

た
、
朝
に
晩
に
昼
に
、
事
が
あ
っ
て
も
無
く
て
も
兎
に
角
火
を
燃
や
し
た
。 

   
 

秋
祭
（
十
一
月
二
十
三
日
）
青
年
が
お
紺
屋
（
篤
君
宅
）
に
て 

芸
人
を
招
く
、
そ
の
宿
を
た
の
ま
れ
て 

《
青
年
が
招
く
、
と
は
村
の
青
年
団
主
催
で
呼
ん
だ
、
の
意
味
。
お
紺
屋
、
と
は
村

の
辻
の
角
に
あ
る
大
き
な
家
で
、
そ
の
名
の
通
り
染
物
屋
を
や
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
家
の
中
に
石
油
発
動
機
と
脱
穀
機
を
据
え
て
作
業
で
き
る
、
と
言
わ
れ
た
位
大

き
な
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
家
を
劇
場
代
り
に
旅
の
芸
人
を
呼
ん
で
芝
居
で
あ
る
。》 

  芸
人
を
泊
め
て
更
け
ゝ
り
秋
祭 

読
み
＝
げ
い
に
ん
を 

と
め
て
ふ
け
け
り 

あ
き
ま
つ
り 

季
語
＝
秋
祭
り
（
秋
） 

旅
館
な
ど
無
い
田
舎
の
村
な
の
で
、
芸
人
は
村
の
主
だ
っ
た
（
ス
ペ
ー
ス
に
余
裕
が

あ
り
そ
う
な
）
家
に
分
散
し
て
泊
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

  

芸
人
に
夜
食
の
膳
を
運
び
け
り 

読
み
＝
げ
い
に
ん
に 

や
し
ょ
く
の
ぜ
ん
を 

は
こ
び
け
り 

季
語
＝
夜
食
（
秋
） 

 

田
舎
の
人
の
芸
人
と
い
う
普
段
は
全
く
触
れ
る
機
会
の
な
い
人
種
の
人
へ
の
好
奇
心

丸
出
し
で
あ
る
。 

    
 

食
用
油
自
給
計
画 

南
に
う
つ
る
陽
低
し
菜
種
植
う 

読
み
＝
み
ん
な
み
に 

う
つ
る
ひ
ひ
く
し 

な
た
ね
う
う 

季
語
＝
菜
種
植
う
＝
菜
種
蒔
く
（
秋
） 

ハ
イ
カ
ラ
に
も
キ
ャ
ノ
ー
ラ
油
を
自
給
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
収
穫
し
た
菜
種

は
新
府
駅
の
近
く
に
あ
っ
た
搾
油
屋
に
持
っ
て
行
っ
て
絞
っ
て
貰
っ
た
。
食
用
油
、
砂

糖
は
兎
に
角
貴
重
品
で
あ
っ
た
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
車
で
五
分
位
走
っ
て
も
途
切
れ
な
い
く
ら
い
の
巨
大
な
商
用
菜

の
花
畑
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
自
給
用
で
、
畑
の
畝
数
条
の
菜
種
で
あ
ろ

う
。 

 
大
八
ヶ
岳

ヤ

ツ

の
新
雪
麦
蒔
了
り
け
り 

読
み
＝
お
ほ
や
つ
の 

し
ん
せ
つ
む
ぎ
ま
き 

お
わ
り
け
り 

季
語
＝
麦
蒔
き
（
冬
） 

新
米
百
姓
榮
助
に
と
っ
て
、
初
め
て
の
自
分
の
責
任
下
で
の
稲
刈
り
麦
蒔
き
は
大
仕

事
。
そ
の
麦
蒔
き
が
終
わ
っ
た
と
い
う
感
慨
の
中
で
ふ
と
見
た
八
ヶ
岳
が
新
雪
だ
っ
た
。 

 



新
雪
も
強
い
季
語
で
あ
る
が
動
詞
が
無
く
新
雪
が
ど
う
し
た
の
か
言
っ
て
い
な
い
。

麦
蒔
き
了
り
、
が
主
題
と
と
り
た
い
。 

 

 

稲
架
を
解
く
冬
雲
は
垂
れ
光
り
な
し 

読
み
＝
は
ざ
を
と
く 

ふ
ゆ
ぐ
も
は
た
れ 

ひ
か
り
な
し 

季
語
＝
稲
架
（
秋
）、
冬
雲
（
冬
） 

冬
雲
が
垂
れ
、
押
し
つ
ぶ
す
よ
う
に
寒
々
と
し
た
風
景
の
中
で
稲
架
か
ら
稲
束
を
外

す
作
業
を
し
て
い
る
。
と
解
釈
す
れ
ば
、
稲
架
が
季
語
と
な
る
。
し
か
し
、
冬
雲
も
冬

の
季
語
で
あ
り
、
垂
れ
光
り
な
し
、
と
主
語+

二
つ
の
述
語
で
完
結
さ
れ
て
い
る
の
で
、

冬
雲
を
詠
ん
だ
と
も
解
釈
で
き
る
。 

こ
の
句
の
よ
う
に
季
語+

動
詞
の
組
み
合
わ
せ
が
複
数
あ
る
と
、
句
が
散
漫
に
な
る
。

そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
描
こ
う
と
し
て
い
る
光
景
は
、
非
常
に
良
く
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
一
つ
の
句
は
一
つ
の
主
題
の
方
が
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
。 

 

 

  

冬
隣
る
雨
肅
条
と
骨
休
め 

読
み
＝
ふ
ゆ
と
な
る 

あ
め
し
ょ
う
じ
ょ
う
と 

ほ
ね
や
す
め 

季
語
＝
冬
隣
る
（
秋
） 

肅
条
は
風
雨
が
激
し
い
様
子
。
暖
気
と
寒
気
の
交
替
時
期
の
晩
秋
は
、
大
気
の
状
態

が
不
安
定
で
、
温
帯
低
気
圧
が
発
達
し
て
、
大
荒
れ
に
な
っ
た
り
、
地
表
付
近
に
対
し

て
相
対
的
に
冷
た
す
ぎ
る
寒
気
が
上
空
に
張
り
出
し
た
り
し
て
大
荒
れ
に
な
る
事
が
あ

る
。
夏
の
農
繁
期
と
違
っ
て
、
雨
が
降
れ
ば
骨
休
め
に
な
る
。 

  芥
火
の
朱
金
美
し
暮
早
く 

読
み
＝
あ
く
た
び
の 

し
ゅ
き
ん
う
つ
く
し 

く
れ
は
や
く 

季
語
＝
暮
早
く
（
秋
） 

辞
書
に
は
、
芥
火
と
は
海
人
が
海
の
屑
藻
な
ど
を
燃
や
す
焚
火
、
と
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
そ
の
辺
の
榾
を
燃
や
す
焚
火
と
見
て
良
い
。
何
か
目
的
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
兎

に
角
焚
火
を
す
る
の
が
百
姓
で
あ
る
。 

火
の
色
を
金
に
例
え
る
の
は
芥
川
龍
之
介
の
『
魔
術
』
を
思
わ
せ
る
。
事
実
、
榮
助

は
悪
魔
が
暖
炉
の
火
を
す
く
っ
て
床
に
撒
く
と
金
貨
に
変
わ
っ
て
散
ら
ば
る
場
面
が
事

の
ほ
か
好
き
で
あ
っ
た
。 

  

閑
談
の
焚
火
の
い
つ
か
時
雨
く
る 

読
み
＝
か
ん
だ
ん
の 

た
き
び
の
い
つ
か 

し
ぐ
れ
く
る 

季
語
＝
焚
火
、
時
雨
＝
と
も
に
（
冬
）
季
重
ね 

『
初
時
雨
猿
も
小
蓑
を
ほ
し
げ
也
／
芭
蕉
』
に
よ
り
時
雨
は
典
型
的
な
初
冬
の
季
語
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
強
い
季
語
が
あ
る
場
合
、
季
重
ね
が
あ
っ
て
も
こ
ち
ら
を
取

る
の
が
普
通
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
句
も
唯
一
の
動
詞
「
く
る
」
が
時
雨
に
続
い
て
い

る
。
焚
火
に
あ
た
っ
て
馬
鹿
話
を
し
て
い
た
ら
ぱ
ら
っ
と
来
た
と
言
う
感
じ
で
あ
ろ
う
。 

時
雨
と
い
う
季
語
が
、
く
る
と
い
う
動
詞
付
き
で
置
か
れ
て
い
て
も
焚
火
に
惑
わ
さ

下
地
が
湿
っ
て
い
る
山
の
麓
の

『
山
本
＝
や
ん
も
と
』
た
ん
ぼ
で
は

刈
っ
た
稲
を
干
す
の
に
稲
架
を
組

ん
だ
。
丸
太
と
真
竹
の
竿
で
組
ん
だ

『
う
し
』
と
称
し
た
大
き
な
も
の
で

あ
る
。 

乾
い
た
と
こ
ろ
で
脱
穀
し
、
稲
架

は
解
か
れ
る
。
そ
う
す
る
と
も
う
冬

で
あ
る
。
田
植
え
が
七
月
、
稲
刈
り

は
十
一
月
で
あ
る
の
で
、
年
に
よ
っ

て
は
脱
穀
前
の
稲
架
に
雪
が
降
る

事
も
あ
っ
た
。 

（
昭
和
三
十
年
頃
の
撮
影
） 



れ
る
。
や
は
り
歳
時
記
に
季
語
と
し
て
あ
る
言
葉
が
複
数
あ
る
句
は
難
し
い
。 

  
新
藁
の
俵
に
置
き
し
蜜
柑
か
な 

読
み
＝
し
ん
わ
ら
の 

た
わ
ら
に
お
き
し 

み
か
ん
か
な 

季
語
＝
蜜
柑
（
冬
） 

新
藁
は
秋
の
季
で
あ
る
が
、
新
藁
の
俵
、
で
あ
る
の
で
新
藁
を
詠
ん
だ
の
で
は
な
い
、

従
っ
て
こ
の
場
合
新
藁
を
季
語
と
し
て
季
重
ね
と
す
る
解
釈
は
な
い
。
新
米
の
入
っ
た

匂
う
よ
う
な
新
藁
の
俵
の
上
に
走
り
の
蜜
柑
が
置
い
あ
る
。 

こ
の
時
代
の
走
り
の
蜜
柑
は
酸
っ
ぱ
か
っ
た
。
榮
助
は
酸
っ
ぱ
い
物
が
嫌
い
だ
っ
た
。

「
震
ー
る
（
ふ
れ
ー
る
）
く
れ
え
酸
い
」
は
酸
っ
ぱ
い
物
を
口
に
入
れ
た
時
の
口
癖
だ

っ
た 

    

昭
和
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
、
か
く
し
て
敗
戦
の
年
暮
る
る 

 

ア
ナ
ウ
ン
ス
悪
夢
と
ぞ
い
う
年
暮
る
る 

読
み
＝
あ
な
う
ん
す 

あ
く
む
と
ぞ
い
う 

と
し
く
る
る 

季
語
＝
年
暮
る
る
（
冬
） 

そ
の
場
に
い
た
者
の
句
で
あ
る
。
外
地
に
い
た
兵
士
の
大
部
分
は
ま
だ
帰
還
し
て
い

な
い
。
戦
争
が
三
か
月
早
く
終
わ
っ
た
た
め
、
榮
助
は
命
は
長
ら
え
た
が
、
我
が
子
を

失
っ
た
。 

悪
夢
の
年
は
終
わ
っ
た
が
、
日
本
列
島
と
日
本
国
民
の
悪
夢
は
続
く
。
時
事
句
は
は

っ
き
り
も
の
を
言
え
、
と
い
う
俳
句
の
公
式
通
り
の
句
で
あ
る
、 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

    
 
 

昭
和
二
十
年 

終
わ
り 


